
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
〃
フ
ァ
ー
の
綜
合
生
活
の
原
理
と
理
念
的
統
合

教
材
の
配

列
と
統
合
に

い

て

冨
　
　
田

竹
　
　
三
　
　
郎

　
　
　
　
　
　
一
、
配
列
と
統
含

　
エ
ッ
ガ
ザ
ス
ド
ル
フ
ァ
i
は
青
少
年
陶
冶
の
第
二
編
で
陶
冶
内
容
の
配
列
に

つ
い
て
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
直
進
的
原
理
に
よ
る
方
式
と
、
並
行
循
環
的
原
理

に
よ
る
方
式
と
の
二
つ
の
方
式
を
あ
げ
、
そ
の
あ
と
に
綜
含
生
活
の
原
理
o
蕩

昌
冒
巨
o
涛
g
g
勺
ユ
竃
盲
を
あ
げ
て
い
る
。
直
進
的
原
理
に
よ
る
も
の
は

教
科
の
一
つ
一
つ
を
学
年
の
進
行
に
し
た
が
っ
て
配
当
す
る
。
各
教
科
の
内
容

は
そ
の
教
科
の
も
つ
論
理
的
秩
序
に
し
た
が
っ
て
配
列
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教

授
す
る
よ
う
教
科
課
程
を
編
成
す
る
の
が
、
直
進
的
原
理
に
よ
る
方
式
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
並
行
循
環
的
原
理
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
生
徒
の

学
習
能
力
、
理
解
能
力
を
支
ず
第
一
に
お
い
て
、
そ
れ
に
適
す
る
教
科
教
材
を

■
同
学
年
に
、
ま
た
は
同
時
期
に
配
当
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
第
一
の
は
内

容
の
論
理
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
の
方
式
で
は
、
生
徒
の
心
理

が
申
心
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
よ
う
。
で
あ
る
か
ら
生
徒
の
学
習
能
力
に
合

っ
て
さ
え
お
れ
ば
、
同
じ
学
年
に
数
教
科
を
配
当
し
、
そ
れ
を
並
行
し
て
教
授

す
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
そ
の
点
、
一
教
科
の
中
の
易
し
い
と
t
ろ
は
低
学

年
で
、
困
難
な
部
分
は
高
学
年
で
教
授
す
る
よ
う
教
科
が
配
列
さ
れ
る
か
ら
、

．
一
教
科
が
く
り
返
し
教
授
さ
れ
る
。
っ
ま
り
循
環
的
配
列
と
な
る
。

　
以
上
の
二
つ
の
配
列
の
原
理
は
一
般
に
知
ら
れ
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
エ

ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
i
は
そ
れ
に
加
え
て
も
一
つ
の
原
理
を
あ
げ
た
。
そ
れ
を

綜
合
生
活
の
原
理
と
よ
ん
で
い
る
。
彼
は
ζ
の
原
理
で
教
科
教
材
の
配
列
の
古

い
も
の
も
新
し
い
も
の
も
と
も
に
と
り
扱
う
。
そ
し
て
独
自
の
見
方
と
整
理
方

法
を
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
、
ツ
イ
ラ
ー
の
文
化
史
的

段
階
の
配
列
も
全
体
教
授
も
、
同
じ
よ
う
に
綜
合
生
活
の
原
理
の
下
で
み
て
い

る
。
わ
た
く
し
は
ト
ニ
」
で
こ
の
特
色
あ
る
考
え
方
の
原
理
を
と
り
あ
げ
て
見
よ

う
と
融
う
。

　
同
時
に
配
列
と
統
合
の
概
念
を
こ
こ
で
明
瞭
に
し
て
、
そ
の
二
つ
を
区
別
し

一
－
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た
い
と
思
う
。
配
列
の
問
題
と
統
合
の
聞
題
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
て
、
往
々

に
し
て
混
同
さ
れ
る
。
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
に
お
い
て
も
、
陶
冶
内
容
の

配
列
＞
；
a
婁
馬
宗
内
望
匡
婁
暢
一
ま
巴
箒
と
、
教
授
内
容
の
統
合
肉
◎
9

黒
津
蟹
富
o
箏
宗
『
ビ
監
ユ
夢
～
岸
①
と
は
、
章
を
わ
け
て
論
述
し
て
、
一
見
し

た
と
こ
ろ
で
は
明
瞭
な
区
別
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ

の
論
述
す
る
と
こ
ろ
に
入
る
と
、
二
つ
の
具
体
的
事
例
は
相
互
に
交
錯
し
て
い

て
、
そ
の
区
別
は
簡
単
明
瞭
で
は
な
い
。
し
か
し
結
局
す
る
と
｝
」
ろ
、
多
様
な

教
授
内
容
を
組
織
し
て
陶
冶
効
果
を
統
一
す
る
こ
と
を
統
合
と
い
っ
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
こ
の
二
つ
を
彼
の
思
想
の
中
で
明
騒
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の

で
あ
る
。
そ
の
上
で
統
合
の
実
践
的
方
法
の
う
ち
、
彼
に
独
自
の
理
念
的
統
合

に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
註

　
身
冒
g
◎
涛
o
ぎ
ω
津
｝
§
せ
は
綜
合
生
活
の
原
理
と
し
た
。
0
D
く
冒
g
o
冤
は

生
物
学
の
概
念
で
、
N
易
凹
s
冒
①
巳
＆
彗
共
生
、
共
利
共
生
の
意
味
で
あ
る
。

二
種
類
の
生
物
が
た
が
い
に
利
益
を
わ
か
ち
あ
っ
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
ア
リ
は
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
出
す
甘
い
汁
を
な
め
、
ア
ブ
ラ
ム
シ
は
ア

リ
に
よ
っ
て
他
の
虫
の
攻
撃
を
さ
け
、
ま
た
ア
リ
に
運
ば
れ
、
二
者
は
共
生
し

て
い
る
。
根
粒
バ
ク
テ
リ
ヤ
は
マ
メ
科
の
植
物
と
共
生
し
て
い
る
。
こ
れ
を
共

生
と
い
う
か
ら
、
生
物
学
か
ら
は
共
生
の
原
理
と
訳
す
の
が
本
来
で
あ
ろ
う
。

　
ト
」
の
概
念
に
よ
る
教
材
の
配
列
は
、
生
物
学
の
領
域
を
｝
」
え
て
人
間
の
多
様

複
雑
な
杜
会
歴
吏
的
生
活
を
教
材
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
こ

で
共
存
生
活
の
訳
語
を
そ
の
ま
ま
取
ら
ず
に
、
人
間
の
生
活
を
重
く
み
て
、
綜

合
生
活
の
語
を
も
っ
て
訳
語
に
し
よ
う
と
思
う
。
．

　
　
　
　
　
　
二
、
綜
含
生
活
の
意
味

　
綜
合
生
活
が
教
材
に
さ
れ
た
の
は
古
く
か
ら
の
ト
」
と
で
、
そ
の
概
念
は
な
く

と
も
実
際
で
は
早
く
か
ら
ト
」
の
原
理
で
教
材
は
組
織
さ
れ
て
き
た
。
十
九
世
紀

の
末
か
ら
現
代
に
入
る
と
、
そ
れ
が
と
く
に
著
し
い
教
育
の
動
き
と
な
っ
て
教

育
界
を
動
か
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
と
内
容

の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
彼
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
教
材
（
ま
た
は
陶
冶
財
と
い

う
）
を
配
列
す
る
さ
い
配
列
の
基
準
と
な
る
の
は
、
教
材
そ
れ
自
身
の
う
ち
に

あ
る
論
理
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
を
学
習
す
る
生
徒
や
子
ど
の
心
理
で
も

な
い
。
そ
れ
は
あ
る
が
ま
ま
の
生
活
で
あ
る
。
教
師
と
ク
ラ
ス
と
が
共
同
に
経

験
し
て
い
る
現
実
生
活
の
一
断
面
－
そ
れ
が
生
活
で
あ
り
教
材
と
な
る
の
で
あ

る
が
－
そ
れ
が
教
材
配
列
の
基
準
で
あ
る
。
人
が
認
識
を
広
め
る
と
き
、
い
つ

も
特
殊
の
専
門
科
目
か
ら
認
識
を
え
る
の
で
は
な
い
。
生
徒
の
周
囲
に
あ
る
世

界
が
、
全
体
と
し
て
、
生
徒
の
精
神
に
近
よ
る
、
生
徒
は
全
体
と
し
て
の
世
界

に
交
渉
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
知
識
能
力
技
術
の
分
野
や
体
系
と
い
う
の
は

す
べ
て
あ
と
か
ら
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
人
の
も
つ
教
養
と
か
陶
冶
と
か
い
わ
れ
る
も
の
は
、
も
と
も
と
生
き
た
現
実

生
活
か
ら
え
ら
れ
る
。
分
化
し
た
学
問
と
か
、
頭
に
模
写
さ
れ
た
も
の
か
ら
え

ら
れ
る
の
で
は
た
い
。
そ
し
て
え
た
陶
冶
が
、
表
面
の
み
せ
か
け
で
な
く
・
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そ
の
日
々
の
生
活
に
影
響
し
実
効
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
の
で
あ
る
α

　
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
陶
冶
－
宗
教
、
自
然
、
言
語
、
歴
史
等
と
い
わ
れ

る
領
域
に
つ
い
て
の
陶
冶
で
も
ー
は
学
者
的
知
識
を
も
つ
の
と
は
ち
が
う
。
陶

冶
は
そ
の
領
域
に
つ
い
て
概
念
的
解
明
を
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領

域
を
、
自
由
に
使
い
支
配
す
る
こ
と
を
主
に
す
る
。
で
あ
る
か
ら
陶
冶
は
科
学

の
形
を
と
っ
た
学
問
か
ら
出
発
す
べ
き
で
は
な
く
、
全
一
体
を
な
し
て
い
る
生

活
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
の
い
う

と
こ
ろ
の
綜
合
生
活
の
原
理
の
意
味
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
現
実
の
生
活
か
ら
、
言
い
か
え
れ
ば
、
綜
合
生
活
か
ら
出
発
し
て
陶

冶
す
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
教
師
の
陶
冶
が
活
動
を
す
す
め
て
い
く
そ
の
時
々

の
方
法
に
ま
か
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
ま
た
生
活
の
諸
領
域
を
、

あ
ら
か
じ
め
構
成
し
、
教
授
の
た
め
に
配
列
し
て
、
つ
ま
り
教
科
案
を
つ
く
っ

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
陶
冶
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
授
は
教
育
の
一
つ
の

機
能
で
、
教
育
の
目
的
に
向
っ
て
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
㌢
」
と
は
当
然
で

あ
る
。
そ
こ
で
一
」
の
集
中
を
、
教
師
の
そ
の
時
々
の
仕
事
と
み
て
よ
い
か
、
そ

れ
と
も
、
教
科
案
に
前
も
っ
て
そ
の
計
画
を
立
て
て
お
く
べ
き
も
の
か
。

　
答
は
次
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
集
中
の
仕
事
は
最
後
は
教
師
に
期
待
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
集
中
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
遣
を
用
意
し
て
お
く
、
こ
れ
が

教
科
案
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
が
答
で
あ
ろ
う
。
綜
合
生
活
に
よ
っ
て
教
科
を
構

成
す
る
と
い
う
試
み
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
直

進
的
教
科
案
は
論
埋
的
秩
序
を
重
視
し
て
そ
れ
に
従
っ
た
も
の
、
並
列
・
循
環

附
教
科
案
は
、
生
徒
の
学
習
の
心
理
附
法
則
を
重
視
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
綜
合
生
活
の
原
理
は
、
教
育
価
値
と
い
う
か
、

陶
冶
価
値
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
重
視
し
て
、
教
科
・
教
材
を
構
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
ト
ニ
し
で
問
題
と
な
る
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
即
ち
、

教
育
価
値
を
生
徒
に
え
さ
す
教
科
・
教
材
は
生
活
を
中
心
に
し
た
全
体
で
あ
る

と
い
う
が
、
そ
れ
で
は
ど
こ
に
そ
の
よ
う
な
生
活
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
が
間
題
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
生
活

の
綜
合
体
は
、
前
述
の
、
論
理
的
・
心
理
的
配
列
の
た
め
の
正
し
い
視
点
を
無

視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
陶
冶
内
容
の
基
本
体
系
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
生
活
の
綜
合
体
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実
の
生
活
を
思
う
の
で
あ
る

が
、
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
そ
れ
を
広
く
考
え
て
い
た
。
物
語
に
あ
ら
わ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
詩
に
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
伝
説
歴

史
で
あ
ろ
う
と
現
実
の
生
活
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
間
わ
な
い
。
現
実
の
生
活

も
、
生
物
の
そ
れ
で
も
ま
た
人
間
杜
会
の
そ
れ
で
も
綜
合
的
な
生
活
で
あ
る
限

り
生
活
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
考
え
で
．
あ
る
。
そ
こ
か
ら
教
育
史
上
に
あ

ら
わ
れ
た
教
科
・
教
材
の
配
列
法
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
三
、
綜
含
生
活
に
よ
る
配
列
の
例

　
教
科
・
教
材
に
つ
い
て
の
理
論
的
・
実
際
的
研
究
が
行
わ
れ
る
以
前
か
ら
、

現
実
の
生
活
を
教
科
教
材
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
綜
合
生
活
が
、

教
材
配
列
の
原
理
と
な
っ
て
い
た
、
と
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
見
て
、
つ
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ぎ
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。

　
そ
の
例
の
第
一
は
「
書
物
」
で
、
ど
の
民
族
で
も
民
族
の
教
養
を
担
っ
て
い

た
の
は
「
聖
な
る
書
」
で
あ
り
、
ま
た
偉
大
な
「
国
民
の
詩
」
で
あ
っ
た
と
し

て
つ
ぎ
の
例
を
あ
げ
る
。
印
度
の
聖
た
る
書
で
あ
り
最
古
の
宗
教
文
学
で
あ
る

ヴ
ェ
ダ
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
。
コ
ー
ラ
ン
、
聖
書
、
中
世
人
の
教
養
に
影
響
し

た
詩
篇
、
ま
た
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
を
教
育
し
た
し
と
い
っ
た
プ
ラ
ト

ー
ン
の
語
を
彼
は
引
い
て
い
る
。

　
ホ
メ
ロ
ス
の
イ
リ
ア
ス
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
の
青
少
年
は
も
と

よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
後
々
の
世
ま
で
、
そ
れ
を
よ
み
、
書
き
、
暗
謂
し
そ

れ
か
ら
信
仰
。
道
徳
・
生
活
。
礼
法
を
学
ん
だ
。
ギ
リ
シ
ャ
の
人
々
の
心
情

の
基
礎
は
、
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
、
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

回
教
徒
に
対
し
て
も
つ
コ
i
ラ
ン
の
意
味
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
対
す
る
聖

書
、
と
く
に
中
世
人
に
対
す
る
詩
篇
の
も
つ
意
味
は
、
き
わ
め
て
重
㎜
要
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
聖
な
る
書
と
国
民
の
詩
は
、
そ
の
民
族
の
文
化
、
す
な
わ
ち
よ

み
書
き
、
生
活
、
礼
法
、
遣
徳
、
信
仰
が
相
互
に
関
連
す
る
そ
の
ま
ま
を
、
青

少
年
に
提
示
し
た
。
即
ち
綜
合
さ
れ
た
生
活
が
教
材
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
綜
合
の
中
心
は
遭
徳
で
あ
り
宗
教
で
あ
っ
た
。

ア
i
は
み
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
ツ
ィ
ラ
ー
の
場
合
は
、
前
の
場
合
の
よ
う
に
、
単
独
の
書
物
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
シ
リ
ー
ズ
を
な
す
古
典
に
よ
る
。
即
ち
聖
書
や
そ
の
他
の
古
典
を
文
化

史
的
に
配
列
し
、
そ
の
内
容
を
な
す
道
徳
宗
教
に
関
す
る
心
情
教
材
を
中
心
に

し
て
他
の
教
材
を
綜
合
す
る
。
ツ
ィ
ラ
ー
は
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す

る
。
　
「
す
ぺ
て
の
教
授
段
階
に
対
し
て
、
ま
た
す
べ
て
の
学
級
に
対
し
て
、
一

つ
の
思
想
圏
が
、
し
か
も
遣
徳
的
－
宗
教
的
教
育
国
的
の
た
め
心
情
教
材
が
、

統
合
の
中
心
に
と
り
入
れ
ら
れ
ね
ば
た
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
中
心
点
の
周
辺

に
他
の
教
材
を
お
き
、
中
心
点
か
ら
全
側
面
に
結
合
の
糸
が
で
る
。
こ
う
し
て

子
ど
も
の
思
想
圏
の
さ
ま
ざ
ま
の
部
分
が
、
た
え
ず
一
つ
と
な
り
一
つ
に
集
ま

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
教
授
は
個
々
の
教
科
目
の
よ
せ
集
め
で
は
た
く
な
る
。
」

と
。　

こ
れ
を
「
聖
な
る
書
」
一
つ
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
配
列
綜
合
に
比
べ
て
み
る

と
、
ツ
ィ
ラ
ー
の
は
シ
リ
ー
ズ
を
な
す
多
く
の
古
典
に
よ
る
と
い
う
点
が
ち
が

ヶ
。
し
か
し
古
典
の
内
容
を
な
す
生
活
の
秩
序
で
配
列
さ
れ
綜
合
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
点
は
前
者
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
エ
ッ
ガ
ー

ド
ス
ル
フ
ァ
ー
は
、
ト
」
の
種
の
配
列
・
綜
合
を
綜
合
生
活
の
原
理
に
よ
る
配
列

と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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文
化
吏
的
段
階
と
中
心
統
合
の
思
想
に
よ
っ
て
配
列
す
る
ツ
イ
ラ
ー
の
そ
れ

も
ま
た
苅
綜
合
生
活
の
原
理
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ

聖
な
る
書
や
国
民
の
詩
、
あ
る
い
は
古
典
に
書
か
れ
て
い
る
生
活
は
、
遇
去

の
も
の
で
あ
る
。
過
去
で
な
く
、
現
在
の
事
実
や
生
活
圏
を
、
そ
の
ま
ま
教
科



・
教
材
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
お
ナ
」
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
H
．
甲
9
娑
異

（
H
富
①
～
H
o
。
ξ
）
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
後
、
大
凡
五
〇
年
、
生

物
教
授
に
も
同
じ
よ
う
に
、
教
材
の
配
列
・
綜
合
は
、
生
物
の
生
活
そ
の
も
の

に
求
む
べ
き
だ
、
と
い
う
考
え
が
出
て
き
た
。
そ
れ
は
睾
・
旨
轟
⑦
の
も
の

で
あ
る
。
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
こ
の
二
つ
を
「
教
授
単
元
と
し
て
の
生

活
圏
と
生
活
共
存
体
」
と
し
て
取
り
あ
げ
、
と
も
に
綜
合
生
活
の
原
理
と
そ
の

発
展
と
い
う
項
目
で
叙
述
し
て
い
る
。

　
「
教
授
は
生
活
か
ら
出
発
す
べ
く
、
ま
た
生
活
に
帰
着
す
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
の
が
、
グ
ラ
ー
ゼ
ル
の
根
本
原
則
で
あ
っ
た
。
初
等
学
校
の
教
授
は
、
し

た
が
っ
て
、
す
べ
て
生
活
圏
－
家
族
、
共
同
体
、
国
家
1
か
ら
出
発
す
べ
き
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
そ
こ
で
学
校
の
は
じ
め
て
の
直
観
教
授
は
家
の
モ
デ
ル
で
す
る
。
図
画
、
算

数
も
、
そ
れ
に
結
ん
で
教
授
す
る
。
本
来
の
教
授
は
家
と
家
族
生
活
の
経
験
か

ら
初
め
る
が
、
そ
れ
に
四
つ
の
面
が
あ
る
。
H
外
か
ら
の
家
の
観
察
か
ら
生
れ

る
の
は
技
術
、
自
然
科
、
地
理
。
⇔
内
か
ら
家
を
観
察
し
て
生
れ
る
の
は
、
家

畜
の
博
物
学
、
歴
史
の
初
と
な
る
家
族
史
と
宗
教
入
門
。
嘗
家
の
生
活
に
要
す

る
も
の
の
経
験
か
ら
、
計
算
と
経
済
の
教
授
が
生
れ
る
。
そ
の
他
、
共
同
体
、

国
家
で
も
同
じ
よ
う
な
綜
合
教
授
が
行
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
主
張
か
ら
、
グ
ラ

ー
ゼ
ル
は
生
活
科
的
全
体
教
授
の
父
く
算
睾
9
完
ω
ピ
＆
①
易
〆
§
φ
－
豪
窒

Ω
Φ
竃
冒
§
巨
艮
睾
｝
o
葦
塞
と
い
わ
れ
た
。

　
一
八
八
五
年
ユ
ン
ゲ
は
有
名
な
「
生
活
共
存
体
と
し
て
の
村
の
池
」
を
出
し

た
。
生
活
共
存
体
の
概
念
は
内
・
＞
・
旨
g
巨
ω
が
キ
ー
ル
の
教
師
た
ち
の
た

め
に
行
っ
た
、
動
物
学
と
そ
の
教
授
法
の
講
義
で
つ
か
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を

聴
講
し
て
い
た
ユ
ン
ゲ
が
教
育
的
に
見
直
し
て
書
い
た
の
で
あ
る
。

　
ユ
ン
ゲ
に
よ
る
と
、
生
物
教
授
の
目
的
は
、
自
然
の
統
一
的
生
活
を
理
解
さ

せ
る
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
生
物
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
に
教
材
と
す
る
の

が
よ
い
。
そ
れ
は
、
生
物
は
孤
立
せ
ず
に
、
周
囲
の
も
の
や
他
の
生
物
と
、
相

互
に
依
存
し
て
、
一
つ
の
全
体
、
　
「
生
活
共
存
体
」
を
つ
く
っ
て
生
存
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
生
物
教
材
は
生
活
の
秩
序
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
、
綜
合
さ
れ

る
、
と
い
う
。
｝
」
の
よ
う
に
し
て
、
森
、
野
、
草
地
、
湿
地
、
海
岸
、
荒
地
等

の
単
元
も
、
生
物
の
教
科
案
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ユ
ン
ゲ
の
こ
う
し
た
試
み
と
努
力
と
に
よ
っ
て
、
綜
合
生
活
に
ょ
る
教
材
の

配
列
が
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
証
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
た
だ
に
生
物
教
授
だ
け
で
な
く
、
広
く
教
育
の
全
領
域
の
た
め
に
以
上

の
こ
と
を
証
明
し
た
、
と
い
う
意
味
を
も
つ
と
、
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は

評
価
し
て
い
る
。

　
生
活
に
よ
っ
て
教
材
を
配
列
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
二
十
世
紀
の
初
か
ら

と
く
に
つ
よ
く
、
遂
に
全
体
教
授
と
い
う
概
念
で
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
進

展
し
た
。
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
、
そ
の
概
念
を
初
め
て
つ
く
っ
た
オ
ッ

ト
ー
と
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
教
師
団
体
の
実
験
に
つ
い
て
記
述
し
た
あ
と
、
全
体
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教
授
の
特
質
を
書
い
て
い
る
。
教
授
学
者
と
し
て
の
彼
の
見
解
が
み
ら
れ
る
の

で
つ
ぎ
に
あ
げ
よ
う
。

　
㈹
　
全
体
教
授
は
「
学
科
目
も
時
間
も
な
い
教
授
」
で
は
あ
る
が
、
そ
う
だ

か
ら
と
い
っ
て
混
沌
と
し
た
教
授
な
わ
け
で
は
な
い
。
全
体
教
授
と
い
っ
て

も
、
以
前
か
ら
の
教
授
が
も
っ
て
い
た
同
じ
目
的
を
達
成
し
な
け
れ
ば
広
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
教
師
は
一
つ
一
つ
の
練
習
（
指
導
）
が
十
分
に
な
さ
れ
た

か
ど
う
か
を
、
い
つ
も
自
分
で
明
か
に
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
導
様

式
、
生
徒
の
観
察
に
よ
る
か
、
説
明
に
よ
る
か
、
話
に
よ
る
か
、
歌
に
よ
る

か
、
画
が
か
す
か
つ
く
ら
す
か
、
書
か
す
か
読
ま
す
か
、
計
算
さ
す
か
測
定
さ

す
か
、
等
々
の
指
導
様
式
は
、
外
か
ら
予
め
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
子

ど
も
の
興
味
と
教
授
の
進
行
そ
の
も
の
か
ら
、
き
め
ね
ば
な
ら
た
い
。

　
㈹
　
全
体
教
授
は
「
子
ど
も
か
ら
の
、
現
在
か
ら
の
教
授
」
で
あ
る
。
子
ど

も
の
興
味
、
子
ど
も
の
体
験
、
子
ど
も
が
直
接
み
る
生
活
環
境
が
、
教
材
・
教

科
の
綜
合
領
域
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
教
授
の
方
法
を
定
め
る
基
準

で
あ
る
。
ツ
ィ
ラ
ー
や
グ
ラ
ー
ゼ
ル
の
場
合
の
よ
う
に
、
教
科
案
を
つ
く
っ
て

生
活
科
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
、
初
め
か
ら
予
定
し
て
お
く
こ
と
の
で
き

な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
生
活
科
と
い
え
ば
、
子
ど
も
の
家
庭
や
学
校
に
よ

っ
て
、
興
味
、
生
活
、
体
験
が
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
以
上
に
、

同
じ
学
校
に
い
て
も
、
子
ど
も
の
属
す
る
部
や
学
級
の
ち
が
い
に
ょ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
属
す
る
共
同
杜
会
が

ち
が
っ
て
く
れ
ば
、
自
ず
と
ち
が
っ
た
興
味
、
生
活
、
経
験
と
体
験
と
を
子
ど

も
に
お
こ
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ω
　
以
上
の
よ
う
に
、
全
体
教
授
の
場
合
、
子
ど
も
の
生
活
を
予
め
教
科
案

に
予
定
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
て
も
、
一
般
的
に
は
固
定
し
た
統

一
の
中
心
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
即
ち
子
ど
も
の
郷
土
は
、
子
ど
も
の
興
味

と
生
活
経
験
と
体
験
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
教
授
の
場
合
、

郷
土
科
が
教
授
の
中
心
と
な
る
。
郷
土
の
理
念
が
中
心
で
あ
る
、
と
。

　
㈹
　
教
授
が
無
秩
序
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
教
授
も

十
分
計
画
さ
れ
た
教
授
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ル
ー
ソ
ー
が
言
う
よ
う
な
機
会

教
授
に
お
ち
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
全
体
教
授
は
、
陶
冶
活
動
と

い
う
も
の
を
混
沌
状
態
に
さ
そ
い
こ
む
｝
」
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
子
ど
も
だ
け

で
園
的
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
あ
る
か
ら
教
師
は
、
学
級
で
の
生

徒
活
動
を
予
見
し
て
計
画
を
立
て
て
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。
学
校
や
郷
土
で
で

き
る
子
ど
も
の
基
礎
的
体
験
や
観
察
を
予
見
し
、
そ
の
観
察
や
体
験
を
指
導
で

き
る
よ
う
計
画
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
そ
の
さ
い
全
体
教
授
は
統
合
の
理
念
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
豊
富

な
教
材
と
多
様
な
授
業
様
式
と
に
よ
っ
て
、
陶
冶
の
効
果
を
統
一
L
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
㈹
　
最
後
に
全
体
教
授
は
、
生
徒
を
一
つ
の
全
体
に
ま
と
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
ク
ラ
ス
を
次
の
よ
う
な
「
共
同
杜
会
」
に
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
生
徒
が

興
味
を
も
ち
、
我
を
わ
す
れ
て
一
つ
の
こ
と
に
没
頭
す
る
が
、
し
つ
け
を
失
わ

ず
に
自
ら
そ
の
こ
と
に
献
身
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ク
ラ
ス
に
す
べ
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き
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
看
過
し
え
な
い
事
は
っ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ

ま
で
ま
と
め
て
述
べ
た
ト
」
と
は
、
全
体
教
授
の
現
在
の
実
情
で
は
な
く
て
、
そ

れ
に
対
す
る
要
求
な
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
条
件
の
中
で
、
ま
た
ど
の
程
度

の
要
求
に
満
足
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
れ
は
今
後
実
験
し
て
、
研
究

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
に
（
学
校
教
育
の
実
際
を
考
察
し
た
絡
果
に
よ
る
と
）
全
体
教
授
か

ら
、
そ
れ
の
過
渡
的
性
格
を
と
り
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。
幼
児
の
認
識
態
度
か
ら
大
人
の
そ
れ
に
う
つ
る
と
き
、
こ
の
教
授
が
適
用

さ
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
役
を
す
る
。
ま
た
学
校
的
に
物
事
を
み
る
こ
と
か
ら
、
生

活
を
自
由
に
み
る
こ
と
に
う
つ
る
さ
い
、
ナ
」
の
教
授
は
す
ぐ
れ
た
役
を
果
す
の

で
あ
る
。

　
同
じ
教
授
員
的
と
成
績
の
一
定
規
準
に
達
せ
し
め
る
ト
」
と
は
、
転
学
の
自
菌

が
生
徒
に
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
全
体
教
授

の
原
理
を
無
制
限
に
適
用
す
る
と
そ
こ
に
問
題
が
お
ト
」
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

の
上
教
授
の
準
備
や
、
生
徒
に
課
す
る
家
庭
課
題
も
ま
こ
と
に
困
難
と
な
る
。

　
そ
の
上
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
全
体
教
授

に
し
て
教
科
を
解
体
し
な
く
と
も
、
陶
冶
の
統
合
は
で
き
る
で
は
な
い
か
、
教

科
の
体
系
が
も
つ
秩
序
は
、
深
い
陶
冶
の
た
め
に
は
却
っ
て
不
可
欠
で
、
む
し

ろ
陶
冶
の
重
要
な
源
泉
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
現
代
に
行
わ
れ
て
い
る
全
体
教
授
の
原
理
の
適
用
で
き
る
教
材
は
、
主
と
し

て
、
直
接
に
生
徒
に
経
験
さ
れ
る
教
材
で
あ
る
。
こ
の
点
に
全
体
教
授
適
用
の

限
界
が
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
全
体
教
授
を
行
う
場
合
郷
土
科
と
杜
会
科
と
が
、

中
核
と
な
る
。
ト
」
う
い
う
理
由
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
学
は
と
く
に
全
体
教

授
の
方
法
を
育
成
し
て
き
た
と
い
わ
れ
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
「
杜
会
科
」
は
教

科
案
全
体
の
申
で
指
導
的
地
位
を
占
め
て
い
る
。
が
そ
こ
で
杜
会
科
が
各
教
科

を
単
純
に
の
み
こ
ん
で
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
内
容
に
つ
い
て
の
教
授

が
、
直
接
み
ら
れ
る
も
の
体
験
さ
れ
る
も
の
以
上
に
出
て
い
く
と
き
、
全
体
教

授
の
中
核
教
材
も
も
は
や
指
導
的
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
教
育
改
革
を
目
ざ
す
人
々
の
、
い
う
な
ら
ば
騒
動
と
も
い
え

る
よ
う
な
動
き
、
全
体
教
授
を
国
民
学
校
の
全
学
年
に
ひ
ろ
め
よ
う
、
否
、
あ

ら
ゆ
る
学
校
に
ひ
ろ
め
よ
う
と
す
る
騒
動
の
よ
う
な
動
き
は
、
以
上
の
よ
う
な

こ
と
で
抑
止
さ
れ
る
。
　
「
少
な
い
授
業
時
間
と
少
な
い
教
授
臼
数
で
す
る
事
実

の
統
一
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
全
体
教
授
と
い
う
名
に
値
す
る
も
の
で
は

な
い
。
教
科
案
に
あ
る
す
べ
て
の
教
授
を
、
大
き
な
統
一
と
し
て
、
一
年
に
ま

と
め
て
、
教
授
し
よ
う
と
す
る
試
み
、
す
べ
て
の
教
授
を
、
八
年
間
に
わ
た

る
抱
括
的
な
大
き
な
綜
合
の
有
機
的
部
分
と
し
て
、
は
め
こ
も
う
と
す
る
試
み

が
、
初
め
て
全
体
教
授
な
の
で
あ
る
。
他
の
言
葉
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
全
体
教

授
運
の
動
は
も
は
や
教
科
案
の
原
理
な
ど
を
問
題
に
し
な
い
で
、
　
「
陶
冶
の
統

合
」
と
い
う
重
要
な
教
育
理
念
を
取
扱
い
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
陶
冶

の
統
合
と
い
う
こ
と
は
学
校
教
育
全
体
に
課
せ
ら
れ
た
・
」
と
で
あ
る
。
と
く
に
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教
師
の
人
格
に
課
さ
れ
た
事
で
あ
る
。
教
科
案
は
そ
の
た
め
に
遺
を
開
く
も
の

な
の
で
あ
る
。

四
、
線
含
生
活
か
ら
統
倉
へ

綜
合
生
活
の
秩
序
に
し
た
が
っ
て
陶
冶
財
を
配
列
す
る
と
い
う
こ
の
原
理

は
、
そ
れ
だ
け
と
っ
て
、
他
の
原
理
は
す
べ
て
排
除
し
て
よ
い
も
の
と
は
、
エ
ッ

ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
i
は
考
え
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
第
三
の
原
理
と
し
て
、
第
一

の
直
進
的
原
理
、
第
二
の
並
行
循
環
的
原
理
と
た
が
い
に
補
い
あ
っ
て
適
用
し

て
行
く
べ
き
も
の
と
み
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
本
来
陶
冶
効
果
を
ね
ら
う
も
の

で
、
教
科
課
程
構
成
の
さ
い
の
教
育
的
観
点
を
（
教
材
－
論
理
的
観
点
と
、
方
法

－
心
理
的
観
点
と
を
並
べ
て
）
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
授
目
的

を
実
現
す
る
た
め
の
配
慮
と
努
力
の
す
べ
て
を
、
あ
ら
か
じ
め
教
科
案
の
中
に

固
定
し
て
お
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
目
的
の
実
現
は
結
局
、
生
き
た

陶
冶
活
動
で
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
は
い
う
も
の
の
綜
合
生
活
の
原

理
に
よ
る
も
の
に
は
、
二
つ
の
長
所
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
教
材
の
事
実
統
合

を
つ
く
り
理
念
の
関
連
を
つ
く
る
と
い
う
ト
」
と
、
そ
の
二
は
、
陶
冶
の
統
一
を

追
求
す
る
自
由
を
与
え
る
、
と
い
う
｝
」
と
で
あ
る
。
ツ
ィ
ラ
ー
の
文
化
史
的
段

階
に
は
第
一
の
点
が
追
求
さ
れ
て
い
る
し
、
第
二
の
点
は
、
全
体
教
授
の
運
動

の
中
で
追
求
さ
れ
て
い
る
、
と
。

　
以
上
が
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
が
綜
合
生
活
の
原
理
に
つ
い
て
と
っ
て
い

る
見
方
で
あ
る
。
そ
し
て
ツ
ィ
ラ
ー
の
実
際
的
理
論
も
た
ま
全
体
教
授
の
運
動

も
、
と
も
に
極
端
で
あ
っ
て
、
自
分
は
そ
の
何
れ
に
も
組
み
す
る
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
。
そ
し
て
自
ら
は
、
郷
土
思
想
に
よ
る
配
列
の
具
体
案
を
、
グ
ル

ン
ト
シ
ュ
ー
レ
、
フ
ォ
ル
ク
ス
シ
ュ
ー
レ
、
中
等
学
校
の
教
科
案
に
つ
い
て
出

し
て
い
る
。

　
彼
は
他
の
二
つ
の
配
列
原
理
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
綜
合
生
活
の
原
理
の
特

質
を
の
べ
る
。
ま
ず
第
一
の
原
理
に
よ
っ
て
教
授
内
容
を
直
進
的
に
配
列
す
る

こ
と
は
、
生
徒
の
精
神
の
前
進
に
合
わ
せ
た
も
の
で
、
同
時
に
ま
た
教
材
の
内

的
構
造
に
も
応
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
遭
進
的
に
配
列
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
教
科
は
一
直
線
の
配
列
で
は
な
く
、

豊
か
な
い
く
つ
か
の
陶
冶
財
の
並
列
的
配
列
も
と
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
わ
れ
わ
れ
を
囲
む
文
化
は
複
雑
多
様
で
、
陶
冶
（
教
養
）
と
は
も
と
も
と

精
神
の
豊
か
な
形
成
を
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
ト
」
に
並
行
循
環
的

配
列
の
原
理
の
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
の
原
理
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
は
、
豊
富

な
陶
冶
か
ら
（
教
材
の
論
理
的
前
後
関
係
を
破
る
こ
と
な
L
に
）
生
徒
の
年

令
、
理
解
力
に
合
っ
た
教
材
を
選
び
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
第
一
、
第
二
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
教
科
案
に
は
、
そ
の
内
容

の
質
量
の
不
適
当
な
ト
」
と
と
混
乱
と
か
ら
、
精
神
的
営
養
の
不
消
化
を
お
ト
」
す

お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
を
さ
け
る
た
め
、
教
科
を
結
合
す
る
用
意
を
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
綜
合
生
活
の
原
理
に
よ
る
配
列
が
必
要
と
な
る
の

で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
ヴ
ェ
ス
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
子
供
の
心
は
細
首
の
瓶

の
よ
う
な
も
の
だ
。
瓶
の
中
に
水
を
滴
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
一
と
と
き
に
水
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を
注
ぎ
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
。
細
首
の
瓶
の
よ
う
な
子
供
に
教
え

る
用
意
が
、
綜
合
生
活
の
原
理
の
し
ご
と
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
ご
と
は
教
科
・
教
材
の
配
列
の
ト
」
と
、
と
く
に
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド

ル
フ
ァ
ー
が
配
列
の
第
三
の
原
理
と
し
て
い
る
綜
合
生
活
の
原
理
に
つ
い
て
の

べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
に
よ
る
と
、
聖
な
る
書
、
国
民
の
詩
、
古
典
を
教
材

に
す
る
も
の
か
ら
、
生
活
圏
、
生
活
共
存
体
を
教
材
と
す
る
も
の
、
全
体
教
授

に
よ
る
も
の
ま
で
、
す
ぺ
て
綜
合
生
活
の
秩
序
に
よ
っ
て
教
科
は
配
列
さ
れ
て

い
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
見
方
で
あ
る
か
ら
、
全
体
教
授
と
い

わ
れ
、
生
活
に
よ
る
教
育
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
も
の
も
、
中
心
問
題
は
教

科
・
教
材
の
配
列
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
教
育

課
程
の
改
善
に
つ
い
て
の
方
針
で
い
っ
て
い
る
ト
」
と
ぱ
を
使
う
な
ら
、
そ
れ
は

各
領
域
内
ま
た
は
相
互
の
あ
い
だ
の
関
連
に
関
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
立
ち
ど
ま
っ
て
次
の
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
教
科
案
の
目
ざ
す
と
￥
」
ろ
は
教
科
教
材
の
配
列
ま
た
は
関
連
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
る
陶
冶
効
果
の
統
一
を
ね
ら
う
も
の
で
あ
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ツ
ィ
ラ
ー
以
来
、
教
授
内

容
の
統
合
と
よ
ん
で
き
た
。
　
「
青
少
年
陶
冶
」
の
第
二
篇
第
三
章
で
の
べ
て
い

る
配
列
の
原
理
は
、
主
と
し
て
教
授
内
容
の
配
列
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
こ
で

止
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
配
列
す
る
究
極
の
意
図
と
い
う
も
の
は
、
陶
冶
作
用

の
統
一
と
い
う
か
、
一
つ
に
集
め
ら
れ
た
陶
冶
効
果
と
い
う
か
、
そ
こ
に
究
極

の
ね
ら
い
が
あ
る
。
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
そ
の
こ
と
を
っ
ぎ
の
よ
う
に

い
う
。

　
「
お
よ
そ
教
育
的
行
動
を
規
定
す
る
第
一
の
法
則
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
、

影
響
力
（
作
用
と
い
っ
て
も
よ
い
）
の
統
一
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
が
ま

ま
の
現
実
生
活
（
学
校
外
で
の
）
の
人
間
の
自
然
な
形
成
に
は
、
そ
の
よ
う
力

影
響
力
の
統
一
は
な
い
。
生
活
が
人
間
を
形
成
し
て
い
る
。
生
活
の
相
矛
盾
し

分
裂
し
て
い
る
影
響
力
が
人
間
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
分
裂
矛
盾
し

た
影
響
力
が
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
利
用
さ
れ
る
か
、
そ
れ
は
受
け
容
れ
る

人
に
ま
か
さ
れ
る
。
そ
こ
で
受
容
す
る
も
の
が
、
し
っ
か
り
し
た
人
格
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
、
そ
れ
が
青
少
年
教
育
の
課
題
に
な
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
青
少
年
の
教
育
の
た
め
に
は
効
果
（
ま
た
は
作
用
）

の
統
一
が
き
わ
め
て
重
要
で
、
陶
冶
も
ま
た
そ
れ
を
員
ざ
し
て
統
一
さ
れ
な
け

れ
ば
次
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
陶
冶
は
多
様
な
も
の
を
教
材
に
し
て
い
る
。
わ
れ

わ
れ
の
文
化
の
状
態
で
は
、
豊
富
な
内
容
の
教
授
計
画
を
も
っ
て
陶
冶
を
す
す

め
て
い
く
。
そ
う
す
る
あ
い
だ
に
、
圏
然
に
関
連
の
な
い
効
果
（
作
用
）
を
生

徒
に
お
よ
ぼ
す
と
い
う
危
険
も
お
こ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
の
と
き
、
部
分
は
そ
の
手
に
も
っ
て
い
て
も
、

　
　
　
悲
し
い
か
な
、
精
神
の
帯
が
そ
こ
に
は
な
い
。

ご
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
態
が
お
｝
」
り
や
す
い
。
」
と
。

　
こ
の
一
つ
の
帯
の
必
要
な
ナ
」
と
は
、
教
授
以
外
の
と
こ
ろ
で
も
、
早
く
か
ら
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注
意
さ
れ
て
い
た
。
教
授
思
想
の
中
で
は
、
と
く
に
統
合
の
間
趨
と
し
て
注
意

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
第
一
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
教
科
内
容
を
ま
と
め

て
、
ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
陶
冶
効
果
（
作
用
）
を
出
し
て
い
く
統
合
の
方
法
と

そ
の
理
論
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
五
、
統
含
の
諸
理
諭
と
批
評

　
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
こ
れ
ま
で
出
た
統
合
の
方
法
と
理
論
を
検
討
し

批
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
二
、
三
の
統
合
の
実
践
的
方
法

を
あ
げ
た
あ
と
、
彼
に
独
自
の
理
念
的
統
合
の
理
論
を
出
し
て
い
る
。
つ
ぎ
の

よ
う
で
あ
る
。

　
コ
メ
ニ
ウ
ス
、
ワ
イ
ゼ
の
と
っ
た
方
法
は
、
増
加
し
て
い
く
教
科
を
制
限
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
時
に
は
一
対
象
だ
け
に
と
り
く
む
、
あ
る
い
は
少
く
と

も
小
数
の
教
科
に
教
授
を
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
教
授
の
効
果
を
統
合
し

よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
っ
い
て
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
批

評
す
る
。
　
「
ト
」
の
人
々
は
陶
冶
と
い
う
も
の
を
知
的
に
と
っ
て
、
教
材
か
ら
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
陶
冶
の
最
終
目
的
は
人
問
形
成
に
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
か
え
っ
て
多
様
な
陶
冶
財
を
同
時
に
集
中
的
に

作
用
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
人
は
多
く
の
教
科
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に

つ
い
て
陶
冶
効
果
の
統
合
を
は
か
り
、
人
間
の
形
成
を
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
L

と
批
評
す
る
。

っ
ぎ
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
統
－
合
の
理
論
と
、
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
の
批
評

を
み
よ
う
。
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
言
う
教
授
は

教
育
す
る
教
授
で
、
教
育
す
る
（
人
間
形
成
す
る
）
こ
と
を
意
図
し
な
い
教
授

な
ど
は
彼
に
と
っ
て
全
く
問
題
外
な
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
に

よ
る
と
、
人
間
の
も
つ
意
欲
、
そ
れ
か
ら
お
こ
る
行
動
は
、
個
々
に
独
立
に
あ

る
欲
望
能
力
か
ら
お
こ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
主
要
な
表
象
の
複
合
体
」

か
ら
あ
ふ
れ
出
、
な
が
れ
出
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
意
欲
の
根
は
思
想
圏
に
あ

る
。
即
ち
人
が
知
っ
た
個
々
の
も
の
に
そ
の
根
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
が
得

た
表
象
の
結
合
体
と
全
体
作
用
（
全
体
効
果
）
に
根
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い

う
。
教
授
さ
れ
る
個
々
の
も
の
に
ょ
っ
て
人
の
意
欲
や
行
動
が
変
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
。
教
授
内
容
の
結
合
体
、
即
ち
思
想
圏
に
よ
っ
て
人
の
意
欲
や
行
動

が
変
え
ら
れ
1
人
間
が
形
成
さ
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
立
場
で
は

「
生
徒
の
思
想
圏
が
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
教
師
に
と
っ
て
の
凡
て

で
あ
る
。
し
　
教
師
の
す
る
仕
事
は
す
べ
て
、
生
徒
の
思
想
圏
を
つ
く
る
ト
」
と
に

集
中
さ
れ
、
そ
こ
に
教
育
の
凡
て
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
、
と
み
て
い
る
。
　
「
部

分
部
分
に
ま
で
緊
密
に
む
す
び
つ
い
た
一
つ
の
大
き
な
思
想
圏
を
、
青
少
年
の

心
中
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
と
き
、
そ
し
て
そ
の
思
想
圏
が
周
囲
の
不
利
に

う
ち
克
ち
、
周
囲
の
利
益
を
思
想
圏
の
中
に
と
か
し
て
自
分
の
も
の
に
す
る
力

を
も
つ
と
き
、
教
師
は
教
育
を
自
由
に
で
き
る
。
」
　
ト
」
う
い
う
の
が
ヘ
ル
ベ
ル

ト
の
教
育
学
の
申
心
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
評
価
す
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
そ

こ
に
あ
る
主
知
主
義
、
即
ち
行
動
の
動
機
は
す
べ
て
表
象
や
思
想
圏
に
あ
る
と
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す
る
彼
の
思
想
に
満
足
は
で
き
ま
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
場
合
で
も
陶
冶
、
即
ち

人
間
を
教
育
す
る
教
授
と
い
う
意
味
の
陶
治
は
、
生
徒
の
精
神
的
コ
ス
モ
ス
を

形
成
す
る
ナ
」
と
を
目
ざ
し
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
点
は
、
わ
れ
わ
れ

に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
　
彼
は
生
徒
の
組
織
さ
れ
た
精
神
的
世
界
（
世
界

、
像
ま
た
は
世
界
観
と
い
っ
て
も
よ
い
）
を
目
ざ
し
て
の
教
授
を
の
べ
て
い
る
、

と
し
て
、
エ
ッ
ガ
i
ス
ド
ル
フ
ァ
i
は
評
価
す
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
、
陶
冶
効

果
統
合
の
理
論
家
の
第
一
に
お
い
て
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
学
の
後
継
者
は
、
師
の
思
想
に
よ
っ
て
教
科
の
統
合
を

一
応
な
し
と
げ
た
。
そ
の
統
合
を
教
科
の
ひ
ろ
い
範
囲
に
つ
い
て
企
て
た
の
は

ツ
ィ
ラ
ー
で
、
彼
の
考
え
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
組
識
さ
れ
た
精
神
の
世
界

を
生
徒
に
つ
く
る
に
は
、
ま
ず
教
材
を
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ

い
教
材
は
、
み
な
平
等
に
並
立
さ
す
ぺ
き
も
の
で
は
な
く
、
上
下
関
係
を
も
た

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
統
合
の
中
心
は
、
児
童
に
つ
く
る
べ
き
道
徳
的
－

宗
教
的
生
活
で
あ
る
。
歴
史
と
宗
教
の
教
授
を
ツ
ィ
ラ
ー
は
心
情
教
授
と
い
っ

た
の
で
あ
る
が
、
教
授
は
す
べ
て
が
心
情
教
授
に
奉
仕
す
る
関
係
に
立
た
ね
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

　
ツ
ィ
ラ
ー
は
、
教
授
の
効
果
が
統
合
さ
れ
て
一
つ
の
思
想
圏
を
つ
く
る
よ

う
、
教
材
の
統
合
を
考
え
た
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
統
合
理
論
の
実
際
化
を
計
画
し

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
実
際
的
な
理
論
に
は
、
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
．
次
の
欠
陥
が
あ
っ
た
と
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
批
評
す
る
。
瑚

ち
「
彼
は
多
く
の
陶
冶
財
の
あ
い
だ
に
あ
る
関
係
そ
の
も
の
の
中
に
、
統
一
を

追
求
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
心
情
教
材
に
他
の
教
材
を
無
理
に
統
合
し
、
・

…
思
想
圏
を
勝
手
に
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
批
評
す
る
。

　
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
了
1
は
そ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
こ
う
批
評
し
た
。
　
「
思

想
圏
が
な
が
く
心
情
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
客
観
的
な
真
実
を
映
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
そ
れ
は
世
界
像
で
あ
り
、
ひ
ろ
く
妥
当
す

る
必
然
性
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
彼
の
批
評
す
る
と

こ
。
ろ
に
ょ
る
と
、
思
想
圏
に
よ
る
統
合
そ
の
も
の
に
欠
陥
が
あ
る
の
で
は
な

く
、
勝
手
に
主
観
的
に
、
ツ
ィ
ラ
ー
に
よ
っ
て
無
理
に
統
合
さ
れ
て
い
る
思
想

圏
に
欠
陥
が
あ
る
。
客
観
的
な
真
実
を
表
現
し
て
い
る
思
想
圏
、
そ
の
よ
う
な

世
界
像
に
統
合
す
る
｝
」
と
を
目
ざ
す
教
授
を
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
ね
。
ら
う
べ
き

だ
、
と
い
う
の
が
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
の
思
想
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
ル
マ
ン
は
ツ
ィ
ラ
ー
の
指
導
の
下
に
あ
っ
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
教
育
練

習
学
校
の
教
師
と
し
て
働
い
て
い
て
、
一
時
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
派
に
属
す
る
学
徒

で
あ
っ
た
。
し
か
し
の
ち
に
、
歴
史
的
杜
会
的
な
独
自
の
見
方
を
そ
れ
に
加
え

て
、
統
合
の
問
題
に
も
新
し
い
解
決
を
出
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
ト
」
う
い

う
。
　
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
認
識
と
同
情
と
を
並
行
す
る
二
つ
の
系
列
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
で
は
た
く
、
没
入
、
同
情
、
認
識
並
び
に

形
成
の
三
つ
の
概
念
を
、
三
つ
の
環
も
」
く
は
領
域
と
し
て
、
こ
の
三
つ
が
中

心
点
の
周
囲
に
広
ま
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
た
い
。
こ
の
中
心
点
は
遣
徳
的
1
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皇
、
川

宗
教
的
目
的
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
直
接
囲
む
円
環
の
中
に
あ
る
教
材
は
、
心

情
を
没
入
に
ま
で
温
め
、
ま
た
温
め
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
う
い
う
陶
冶
内
容
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
領
域
に
あ
る
教
材
は
、
一
方
で
は
宗
教
、
他
方
で
は
郷
土
的

－
祖
国
的
教
材
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
教
材
を
フ
リ
ッ
ク
○
‘
穿
｛
島
と
と
も

に
、
わ
れ
わ
れ
は
郷
土
に
関
す
る
教
材
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
は
神
の

園
と
い
う
永
遠
の
故
郷
に
関
す
る
も
の
、
後
者
（
郷
土
的
・
祖
国
的
教
材
）
は

自
然
的
・
歴
史
的
郷
土
に
関
す
る
か
ら
で
あ
る
。
郷
土
は
認
識
の
対
象
以
上
の

も
の
、
同
情
の
対
象
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
郷
土
は
財
で
、
熱
望
の
向
う
と
こ

ろ
、
道
徳
意
識
の
根
源
で
あ
る
。
」
と
。

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
更
に
い
う
。
こ
の
せ
ま
い
環
の
ま
わ
り
に
は
も
っ
と
広
い
第

二
、
第
三
の
環
が
あ
る
。
第
二
の
環
に
あ
る
教
材
は
言
語
教
材
、
歴
史
、
自
然

科
を
も
っ
た
地
理
科
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
教
材
を
郷
土
教
材
の
内
容
、
宗
教

教
材
の
内
容
（
二
つ
は
郷
土
に
関
す
る
教
材
）
で
み
た
し
、
み
た
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
教
材
は
最
内
部
の
環
に
と
ど
く
｝
」
と
に
な
る
。

　
最
外
部
の
環
に
あ
る
教
材
は
、
そ
れ
だ
け
離
れ
て
い
て
は
、
道
徳
－
宗
教
的

園
的
に
関
係
の
な
い
知
識
と
技
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
た
認
識
と
構
成
に
関
す

る
教
材
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
数
学
、
自
然
科
学
、
技
術
、
体
一
操
が
そ
れ

で
、
そ
れ
が
第
三
の
環
に
あ
る
教
材
で
あ
る
。
こ
の
教
材
は
そ
れ
だ
け
で
は
、

人
間
的
意
味
倫
理
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
、

そ
れ
を
習
得
し
富
身
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
人
間
杜
会
の
高
い
風
儀
や
意
向

に
よ
っ
て
、
そ
の
知
識
や
技
術
は
、
無
色
の
も
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
は
人

間
杜
会
の
も
の
の
意
味
を
得
て
第
二
の
環
に
つ
ら
た
る
ナ
」
と
と
な
る
。
こ
の
よ

う
な
関
係
、
つ
ま
り
究
極
の
陶
冶
目
的
へ
の
直
接
間
接
の
関
係
に
ょ
っ
て
、
陶

冶
を
統
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
統
合
の
思
想
に
っ
い
て
み
る
と
、
注
意
す
べ
き
二
っ
の
面
が

あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
郷
土
（
彼
に
独
富
の
）
に
よ
っ
て
す
る
統
合
の
面
で
あ

り
、
も
一
つ
は
理
念
に
よ
っ
て
す
る
面
で
あ
る
。

　
郷
土
に
よ
る
統
合
は
教
材
内
容
に
つ
い
て
の
統
合
で
あ
る
の
に
、
理
念
に
ょ

る
そ
れ
は
、
世
界
観
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
統
合
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
い
う

統
合
に
は
、
｝
」
の
二
つ
の
面
を
も
っ
て
い
た
。

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
に
よ
る
と
郷
土
は
道
徳
宗
教
の
意
識
が
直
接
に
生
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
郷
土
に
つ
い
て
の
教
材
（
神
の
国
に
つ
い
て
の
教
材
と
、
人
の
自
然

的
歴
史
的
郷
土
に
つ
い
て
の
教
材
）
に
よ
っ
て
、
人
は
道
徳
的
宗
教
的
と
な

り
旭
そ
れ
に
献
身
す
る
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
一
ひ
ろ
い
世
界
の
、
言

語
、
歴
史
、
自
然
科
を
ふ
く
む
地
理
科
の
学
習
は
、
郷
土
教
材
の
内
容
を
基
礎

に
し
、
郷
土
に
つ
い
て
の
興
味
を
動
機
に
し
て
行
わ
れ
る
、
と
。
こ
う
い
う
の

が
一
面
で
あ
る
。

　
し
か
L
な
が
ら
彼
の
統
合
は
こ
れ
に
止
ら
な
い
。
さ
ら
に
理
念
に
よ
る
統
合

を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
す
べ
て
の
陶
冶
を
、
世
界
観
の
理
念
で
統
合

し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
も
陶
冶
内
容
の
外
に
あ
る
理
念
に
よ
っ
て
す
る
の

で
は
な
い
。
教
材
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
理
念
を
昆
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
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統
合
す
る
の
で
あ
る
。
教
材
が
正
し
く
理
解
さ
れ
く
み
合
わ
さ
れ
て
、
一
つ
の

理
念
と
価
値
の
世
界
を
表
現
す
る
と
き
に
、
統
合
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
彼

の
考
え
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
考
え
る
統
合
は
教
科
教
材
の
綜
合
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
の
う
ち
に
あ
る
も
の
を
ふ
か
く
み
る
こ
と
に
よ
る
統
合
で
あ

る
。
事
実
内
容
を
綜
合
す
る
の
は
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
は
補
助
手
段
で
あ

り
、
本
来
の
統
合
の
前
段
階
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
陶
冶
の
究
極
の
園
的
が
広
い
彼
に
独
自
な
意
味
の
郷
土
に
あ

る
、
と
い
う
こ
と
い
そ
の
点
か
ら
陶
冶
の
統
合
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
エ
ッ

ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
は
認
め
、
そ
れ
を
論
理
的
に
展
開
し
た
。
そ
れ
は
「
郷
土
の

原
理
」
の
章
で
あ
る
。
　
（
｝
」
の
詳
細
は
他
の
論
文
に
ゆ
ず
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
）
そ
の
上
彼
は
陶
冶
方
面
か
ら
、
郷
土
に
よ
っ
て
陶
冶
が
統
合
さ
れ
る
￥
」
と

を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
点
か
ら
で
あ
る
。

　
生
徒
が
学
習
す
る
さ
い
必
要
な
の
は
、
類
化
の
直
観
的
基
礎
と
、
学
習
の
動

機
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
郷
土
が
提
供
す
る
、
と
い
う
。
さ
ら
に
彼
が
「
青

少
年
陶
冶
」
の
第
三
篇
の
郷
土
の
原
則
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
郷
土
は
教
授
さ
れ
た
内
容
が
、
そ
こ
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
く
包

括
的
全
体
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
即
ち
学
習
の
行
わ
れ
る
基
礎
を
与
え
る
の
も
郷
土
で
あ
る
し
、
行
わ
れ
た
学

習
の
結
果
を
包
括
す
る
の
も
郷
土
で
あ
る
と
い
う
ソ
」
と
か
ら
、
統
合
の
問
題
に

答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
グ
ル
ン
ト
。
シ
ュ
ー
レ
か
ら
フ
ォ
ル
ク
ス
・

シ
ュ
ー
レ
申
等
学
校
に
台
る
ま
で
、
　
1
そ
の
具
体
案
を
の
べ
る
。
以
上
の
ソ
」
と
か

ら
み
る
と
、
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
ヴ
ィ
ル
マ
ン
の
広
い
独
自
の
意
味
の

郷
土
に
よ
る
統
合
論
の
継
承
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
人
と
い

っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
六
、
理
念
的
統
含
の
構
造

　
郷
土
に
つ
い
て
の
興
味
か
ら
、
生
徒
が
陶
冶
財
に
興
味
を
も
ち
、
陶
冶
に
統

一
を
与
え
る
。
が
、
し
か
し
郷
土
が
そ
の
は
た
ら
き
を
す
る
最
後
の
も
の
で
は

な
い
。
郷
土
に
よ
る
統
合
思
想
を
修
正
す
る
必
要
が
そ
こ
に
あ
る
と
し
て
、
エ

ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
郷
土
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
現
在
に
あ
る
が
ま
ま
の
、
事
実
と
し
て
の
郷
土

だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
理
想
と
し
て
未
来
に
要
求
さ
れ
る
、
っ
ま

り
理
念
と
し
て
の
郷
土
の
面
が
あ
る
。
そ
れ
が
事
実
と
し
て
の
郷
土
以
上
に
統

合
の
中
心
と
な
る
、
と
い
う
。

　
事
実
と
し
て
の
統
合
、
教
材
内
容
に
よ
る
統
合
で
は
な
く
、
理
念
に
よ
る
統

合
が
、
統
合
思
想
を
最
後
的
に
満
足
さ
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
理
念
的
統

合
を
強
調
す
る
。
理
念
的
統
合
と
は
、
彼
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
「
青
少
年
陶
冶
」
の
中
の
一
章
「
陶
冶
の
世
界

観
的
倫
理
的
内
容
と
陶
冶
の
深
さ
」
の
章
で
陶
冶
の
統
合
の
理
論
を
の
ぺ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
教
授
の
効
果
を
世
界
観
的
に
と
ら
え
て
、
そ
の
あ
い
だ
の
統
合

を
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
教
授
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
る
効
果
と
し
て
・

13



教
材
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
全
く
ち
が
っ
た
世
界
観
を
生
徒
に
つ
く
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
初
め
て
い
る
。
っ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
学
校
で
は
多
様
な
教
科
教
材
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
と
い
う
と
、
教
材
は
世
界
の
代
表
的
断
面
か
ら
と
っ
た
も
の
で
、
そ
れ

に
は
お
よ
そ
三
つ
の
面
が
あ
る
。
自
然
と
人
間
文
化
と
本
質
・
価
値
と
の
三
つ

で
あ
る
。
自
然
は
、
人
間
の
生
活
と
活
動
と
が
そ
の
上
に
行
わ
れ
る
根
底
で
あ

る
。
人
間
の
活
動
内
容
は
文
化
で
、
人
間
の
意
欲
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
自
然
と
文
化
に
っ
い
て
人
が
体
験
し
推
論
し
た
理
念
的
基
礎
、
こ
れ

が
本
質
と
価
値
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
世
界
の
三
つ
の
代
表
的
な
断
面
を
と
ら

え
、
そ
れ
を
教
材
と
し
教
科
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
生
徒
に
経

験
さ
せ
、
思
考
さ
せ
、
そ
れ
に
つ
い
て
取
扱
い
処
理
さ
せ
る
。
そ
れ
が
一
般
陶

冶
の
仕
事
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　
さ
て
三
つ
の
面
の
教
材
は
人
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
影
響
を
与

え
、
質
が
ち
が
い
層
の
ち
が
っ
た
経
験
と
考
え
方
と
行
動
・
生
活
と
を
人
に
つ

く
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
理
科
や
数
学
の
教
材
で
学
習
さ
す
と
き
は
、
そ
こ

に
自
然
－
機
械
的
世
界
観
と
態
度
を
つ
く
る
。
国
語
や
歴
史
で
人
閻
文
化
を

教
材
に
す
る
と
き
は
、
そ
ご
に
お
の
づ
か
ら
文
化
的
世
界
と
態
度
を
つ
く
り
、

価
値
．
宗
教
の
教
材
で
は
、
形
而
上
－
宗
教
的
世
界
観
と
態
度
を
つ
。
く
る
、
と

い
う
。

　
自
然
－
機
械
的
世
界
観
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
も
の
、
す
な
わ
ち
自
然
も
文

化
も
歴
史
も
杜
会
も
す
べ
て
因
果
の
自
然
法
則
に
よ
っ
て
う
ご
く
も
の
と
み

る
σ
人
は
そ
の
間
に
立
っ
て
幸
福
と
利
益
と
を
求
め
て
自
然
法
則
を
利
用
す

る
。
そ
こ
に
出
て
く
る
利
用
技
術
の
巧
拙
と
い
う
こ
と
が
、
即
ち
人
の
行
動
の

善
悪
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
文
化
的
（
自
由
－
了
解
的
）
世
界
観
で
は
前

の
場
合
と
ち
が
い
、
文
化
や
歴
吏
や
杜
会
は
、
自
由
な
人
の
創
造
し
た
も
の
と

み
て
、
そ
れ
を
了
解
し
よ
う
と
す
る
。
人
は
文
化
を
理
解
し
て
自
．
ら
を
形
成

し
、
ひ
る
が
え
っ
て
そ
れ
を
表
現
し
、
進
ん
で
新
し
い
も
の
の
創
造
に
ま
で
出

て
い
く
が
、
そ
の
文
化
は
楽
し
み
や
利
益
以
上
の
価
値
を
も
つ
と
す
る
。
形
而

上
宗
教
的
世
界
観
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
み
な
超
世
界
的
原
因
を
も
っ
と
見

る
。
そ
の
原
因
と
な
る
の
は
人
格
神
で
あ
る
。
｝
」
こ
か
ら
自
然
の
因
果
が
説
明

さ
れ
、
人
の
意
志
の
遣
徳
的
規
準
も
出
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
（
救
済
知
）

に
対
応
す
る
も
の
は
、
宗
教
－
遺
徳
的
価
値
を
中
心
と
す
る
活
動
で
あ
る
。

　
多
様
な
教
材
に
よ
っ
て
、
以
上
の
三
つ
の
世
界
観
が
で
き
、
事
実
知
、
文
化

知
、
救
済
知
が
生
れ
る
。
そ
れ
に
応
じ
技
術
と
表
現
と
杜
会
・
遣
徳
・
宗
教
的

と
い
わ
れ
る
行
動
形
態
が
形
成
さ
れ
る
。

　
以
上
が
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
が
陶
冶
内
容
①
①
ぎ
岸
急
『
望
δ
§
σ
q

（
教
授
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
た
効
果
の
こ
と
で
あ
る
）
に
つ
い
て
世
界
観
灼
に

考
察
し
た
と
こ
ろ
の
内
容
で
あ
る
。
多
く
の
教
科
に
よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
に

異
質
で
層
の
ち
が
っ
た
教
授
効
果
が
、
一
人
の
生
徒
の
う
ち
に
生
れ
て
く
る
。

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
放
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
教
授
効
果
（
陶
冶
）

を
ど
う
し
て
統
合
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
か
え
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
前
に
い
っ
た
よ
う
に
、
多
様
な
陶
冶
財
に
よ
っ
て
青
少
年
に
形
成
さ
れ
る
そ
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れ
ぞ
れ
の
世
界
観
と
工
ト
ス
（
倫
理
）
と
は
、
ま
こ
と
に
多
様
で
、
そ
の
ま
ま

で
は
全
く
の
混
乱
と
無
政
府
の
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
教
育
と
し
て
は
、
そ
の

間
に
一
つ
の
秩
序
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
秩
序
と
い
う
の
は
、
教
授
に
よ
る
一
つ
の
効
果
が
、
他
の
教
授
の
効
果
と
ど

こ
ま
で
も
矛
盾
し
衝
突
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
一
が
他
を
生
か

し
、
他
を
生
か
す
こ
と
で
自
ら
の
効
果
も
発
揮
し
、
一
全
体
と
し
て
活
動
す

る
よ
う
な
秩
序
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
秩
序
を
立
て
組
織
を
立
て

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
支
配
す
る
一
つ
の
法
則
と
い
う
よ
う
な

も
の
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
そ
れ
を
上
位
の
法
則

Ω
霧
⑦
ざ
監
『
ω
葛
s
君
ω
ま
◎
¢
と
い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
教
授
の
効
果
は
統

合
さ
れ
る
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
法
則
に
よ
る
と
上
位
に
あ
る
世
界
観
は
下
位
に
あ
る
世
界
観
を
、
そ
れ

ぞ
れ
に
自
分
の
う
ち
に
と
り
入
れ
る
。
国
的
論
に
立
つ
世
界
観
は
、
自
然
因
果

観
を
そ
の
う
ち
に
包
摂
し
、
そ
の
う
ち
で
生
か
し
て
い
る
。
超
越
灼
因
果
の
上

に
立
つ
世
界
観
は
目
的
論
の
そ
れ
も
、
自
然
因
果
観
も
、
直
接
に
間
接
に
自
分

の
う
ち
に
包
摂
し
て
、
そ
れ
を
う
ち
に
生
か
す
。
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
に
し

て
、
陶
冶
財
と
教
育
方
法
と
が
、
根
底
に
お
い
て
直
接
に
ま
た
間
接
に
、
道
徳

的
、
宗
教
的
世
界
観
に
関
係
し
、
そ
れ
に
規
制
さ
れ
な
が
ら
自
ら
を
生
か
し
働

か
し
て
い
く
。
そ
の
と
き
世
界
観
に
よ
る
統
合
、
即
ち
理
念
的
統
合
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　
他
の
と
こ
ろ
で
は
彼
は
興
味
の
根
元
と
な
っ
て
い
る
多
く
の
価
値
に
関
し

て
、
そ
こ
に
上
位
の
法
則
が
は
た
ら
い
て
い
る
ト
」
と
を
の
べ
て
い
る
。
　
「
認
識

の
世
界
に
上
位
の
法
則
が
あ
る
よ
う
に
、
価
値
の
世
界
に
も
同
じ
法
則
が
あ

る
。
こ
の
法
則
に
よ
る
と
、
低
い
価
値
と
そ
れ
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
興
味
と

は
、
上
の
価
値
と
そ
れ
に
向
う
興
味
に
よ
っ
て
、
何
か
吸
い
あ
げ
ら
れ
る
か
圧

し
つ
ぶ
さ
れ
て
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な

い
。
そ
の
時
は
、
た
だ
文
配
さ
れ
規
制
さ
れ
て
、
高
い
全
体
に
く
み
こ
ま
れ
る

の
で
あ
る
。
」
　
と
い
う
。
下
位
の
価
値
は
上
の
価
値
に
規
制
さ
れ
な
が
ら
、
上

位
の
価
値
に
く
み
こ
ま
れ
て
、
そ
の
価
値
が
発
揮
さ
れ
る
ナ
」
と
を
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
実
際
の
教
授
に
あ
た
っ
て
、
世
界
観
的
統
合
は
ど
の
よ
う
に
し
て

行
う
か
。
こ
の
こ
と
を
教
授
に
つ
い
て
簡
単
に
書
い
て
い
る
。
次
の
よ
う
で
あ

る
。　

自
然
科
学
で
説
明
で
き
る
よ
う
な
事
物
に
つ
い
て
の
教
授
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
事
物
の
意
味
を
と
ら
え
る
よ
う
、
生
徒
の
目
を
開
い
て
お
く
｝
」
と
、
自
由
な

人
間
の
活
動
が
意
味
あ
る
事
物
を
お
こ
し
た
こ
と
、
変
転
す
る
事
物
の
意
味
の

解
釈
に
心
奪
わ
れ
て
、
永
遠
の
存
在
根
拠
と
価
値
と
を
わ
す
れ
ぬ
よ
う
に
す
る

こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
常
に
配
慮
す
る
教
授
、
こ
れ
が
統
合
を
可
能
に
す

る
、
と
こ
う
い
う
の
で
あ
る
。
教
授
で
は
、
自
然
や
事
物
は
人
間
の
い
と
な
み

に
結
合
さ
れ
、
人
間
の
い
と
た
み
は
、
遣
徳
宗
教
に
結
合
さ
れ
る
、
そ
う
い
う

配
慮
を
忘
れ
て
は
た
ら
ぬ
。
こ
れ
が
理
念
的
、
世
界
観
灼
統
合
を
つ
く
る
、
と

い
う
。
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以
上
に
の
べ
た
こ
と
は
、
最
後
に
あ
げ
た
教
授
の
実
際
に
つ
い
て
の
指
摘
を

の
ぞ
け
ば
、
教
授
の
世
界
観
的
・
理
念
的
統
合
の
構
造
に
関
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
青
少
年
を
形
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
教
師
の
心
情
以
上

に
大
き
な
は
た
ら
き
を
す
る
の
は
あ
る
ま
い
。
即
ち
教
師
の
ふ
か
い
世
界
観
と

人
生
観
の
中
で
、
事
実
と
文
化
の
理
解
と
を
宗
教
－
遣
徳
的
熱
情
に
統
合
す

る
、
そ
れ
以
上
に
大
切
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
教
師
の
確
信
に
よ
っ
て

生
徒
の
確
信
も
つ
く
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
場
合
に
そ
の
前
提
と
な
る
も
の
を
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
熱
意
に
あ
ふ
れ
、
し
か
も
一
つ
の
心
惜
の
教
育
杜
会
、
ト
」
れ
が
陶
冶
統
合

の
前
提
で
あ
る
。
教
科
課
程
と
教
科
、
学
校
の
生
活
と
活
動
と
が
同
じ
文
化

的
、
杜
会
的
、
国
家
的
、
遣
徳
的
、
宗
教
的
精
神
に
み
た
さ
れ
て
い
る
な
ら
、

そ
の
よ
う
な
統
一
は
当
然
の
ト
」
と
と
し
て
陶
冶
の
全
体
に
伝
え
ら
れ
よ
う
。
そ

し
て
そ
う
し
た
こ
と
は
方
法
的
努
力
な
ど
で
は
到
底
達
し
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。　

こ
ト
」
に
あ
げ
た
前
提
は
、
い
く
世
代
に
も
わ
た
り
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
て
つ

く
っ
た
陶
冶
組
織
の
最
後
の
結
論
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒

が
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
杜
会
生
活
」
の
計
画
に
し
た
が
っ
て
、
下
は
家
族
生
活
や

教
会
付
属
の
幼
稚
園
か
ら
、
小
学
校
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
経
て
大
学
に
至
る
ま
で

陶
冶
活
動
に
、
理
念
的
統
合
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
し
た
そ
の
結
果
生
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。

　
同
じ
こ
と
は
他
の
国
々
に
も
み
ら
れ
る
。
浸
す
シ
」
と
の
で
き
な
い
「
学
校
の

自
由
」
の
下
に
、
一
っ
の
心
情
が
す
み
ず
み
ま
で
行
き
わ
た
っ
た
学
校
を
も
っ

国
に
は
、
同
じ
ト
」
と
が
み
ら
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ベ
ル
ギ

i
、
部
分
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
を
み
ら
れ
よ
。
世
界
観
を
一
つ
に
す

る
と
こ
ろ
で
の
教
授
が
、
国
家
と
国
民
、
人
類
杜
会
を
ど
の
よ
う
に
祝
福
す
る

か
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
経
験
か
ら
確
信
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
七
、
教
授
活
動
に
よ
る
統
含

　
こ
れ
ま
で
の
叙
述
は
主
と
し
て
、
理
念
的
世
界
観
的
統
合
の
構
造
と
い
う
か

基
礎
理
論
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
っ
た
。
統
合
の
間
題
は

前
か
ら
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
教
授
の
教
育
的
効
果
、
即
ち
陶
冶
効
果
の
統
一

の
問
題
で
あ
っ
て
、
教
科
・
教
材
と
い
う
事
実
の
関
連
配
列
の
問
題
で
は
な

い
。
で
あ
る
か
ら
こ
の
問
題
は
教
授
を
実
際
に
ど
の
よ
う
に
す
す
め
、
ど
の
よ

う
に
行
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
教
授
の
行
動
、
そ
の
時
々
の
判
断
と
行
動
に
か

か
わ
る
と
｝
」
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
そ
れ
を
｝
」

れ
ま
で
幾
度
か
注
意
し
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
世
界
観
的
－
理
念
的
統

合
の
た
め
、
よ
る
べ
き
教
師
の
行
動
基
準
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
こ
と
を
あ

げ
て
．
い
る
。
一
つ
は
統
合
の
た
め
の
教
授
で
は
、
教
師
は
控
目
に
し
て
、
生
徒

の
探
究
心
に
期
待
せ
よ
。
第
二
は
、
そ
の
教
授
へ
の
勇
気
と
権
利
と
は
、
教
師

の
確
信
と
、
そ
の
属
す
る
共
同
杜
会
の
委
託
か
ら
生
ず
る
、
と
。
っ
ぎ
に
そ
の

詳
細
を
み
よ
う
。

　
理
念
的
統
合
の
基
礎
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
陶
冶
財
が
理
念
を
も
ち
、
価
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値
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陶
冶
財
の
申
に
ふ
く
ま
れ
て
な
い
も
の
を

教
授
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
教
授
は
か
え
っ
て
反
対
の
も
の
に
な
る
。
教
授

は
え
て
し
て
実
の
な
い
長
広
舌
や
空
虚
な
講
説
に
な
り
易
い
。
そ
れ
が
学
問
上

の
自
慢
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
国
民
的
激
情
の
表
現
で
あ
っ
た
り
、
杜

会
的
常
套
語
で
あ
っ
た
り
、
遭
徳
上
の
誇
張
で
あ
っ
た
り
、
み
え
す
い
た
宗
教

的
感
動
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　
そ
こ
で
教
授
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
則
を
立
て
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な

ろ
う
。
即
ち
教
授
で
は
い
つ
も
教
材
の
申
に
あ
る
も
の
よ
り
控
え
て
示
し
、
控

え
て
語
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
生
徒
に
は
何
か
を
の
ご
し
て
、
生
徒
自
身
で
そ

れ
を
ふ
か
め
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
た
い
。
と
い
う
の
は
自
分
の
力
で
と
ら
え

て
こ
そ
、
自
分
の
も
の
に
な
る
の
だ
か
ら
。
理
想
に
向
っ
て
生
徒
を
導
か
ね
ば

な
ら
ぬ
が
、
教
師
は
そ
れ
を
生
徒
に
注
入
す
べ
き
で
は
な
い
。
最
高
級
の
修
飾

語
で
も
っ
て
誇
張
し
て
語
る
ば
あ
い
、
偉
大
な
も
の
、
美
な
る
も
の
、
そ
こ
に

あ
る
崇
高
な
も
の
、
深
い
も
の
を
、
殺
し
て
し
ま
う
。
控
え
目
な
教
授
が
か
え

っ
て
理
想
の
統
合
に
成
功
す
る
の
だ
。

　
教
授
は
控
え
貿
に
し
、
生
徒
自
ら
教
財
に
ふ
か
ま
り
、
統
合
が
お
の
ず
と
そ

こ
に
成
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は
い

う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
教
授
が
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
よ
い
、
と
い
う
の
で
は
な

い
。
　
「
お
ま
え
の
知
っ
て
い
る
最
善
の
も
の
を
、
子
ど
も
な
ど
に
わ
か
る
よ

う
、
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
い
う
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
言
葉
は
、
教
育
の
悲

観
論
に
立
つ
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
と
る
べ
き
立
場
で
は
な
い
。
教
師
の
精
神

は
対
象
の
真
理
と
価
値
と
で
貫
か
れ
て
、
そ
れ
が
確
信
と
な
り
心
情
と
な
り
、

そ
れ
を
つ
た
え
て
、
そ
の
真
理
と
価
値
と
を
人
に
証
明
し
よ
う
と
す
る
熱
意
を

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ご
の
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
ト
」
と
で
あ
る
。
真
理
と

価
値
の
表
面
を
、
た
だ
平
板
に
、
冷
淡
に
ゆ
き
す
ぎ
、
そ
れ
を
伝
え
る
熱
意
も

も
た
な
い
こ
と
、
｝
」
れ
ト
」
そ
理
念
的
統
合
を
妨
げ
る
最
大
の
も
の
で
あ
る
。

　
教
授
し
よ
う
と
す
る
対
象
に
、
ふ
か
く
徹
底
し
て
い
て
、
そ
の
最
深
の
も
の

の
告
白
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
教
師
が
た
だ
見
せ
び
ら
か
す
か
の
よ
う
に
述

べ
立
て
る
の
は
、
生
徒
の
探
究
心
を
、
抑
え
て
し
ま
う
。
何
か
を
生
徒
に
残
し

て
お
く
ぺ
き
だ
、
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
真
理
と
価
値
と
の
具
体
的
な
す
が
た
を

教
師
の
思
想
や
行
動
に
生
徒
自
ら
が
見
出
す
よ
う
に
、
と
の
配
慮
か
ら
で
あ

る
。
自
分
で
努
め
見
出
す
と
き
に
そ
の
も
の
が
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
理
念
的
統
合
を
目
指
し
て
の
こ
と
は
、
決
し
て
一
と
時
の
努
力
で
で
き
る
㌢
」

と
で
は
な
い
。
観
念
を
洪
水
の
よ
う
に
、
一
時
に
注
ぎ
か
け
る
の
で
は
、
生
徒

は
成
長
す
る
ど
ト
」
ろ
か
、
そ
の
心
意
の
畑
を
荒
廃
さ
す
。
心
意
の
田
畑
を
永
く

肥
沃
に
保
つ
に
は
、
教
師
は
生
徒
と
の
共
同
の
流
れ
に
、
根
気
よ
く
自
分
を
分

か
ち
伝
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
感
動
の
烙
を
一
時
に
燃
え
上
が
ら
す
の
で

は
な
い
。
没
頭
と
い
う
か
熱
中
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
状
態
の
永
続
す
る
こ
と

が
、
理
念
的
統
合
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
統
合
の
た
め
ま
ず
熱
中
没
入
と
い
う
状
態
を
目
指
す
が
、
そ
れ
は
究
極
は
、
、

陶
冶
財
を
一
つ
の
も
の
に
し
て
い
る
組
織
体
に
、
さ
ら
に
そ
の
申
核
で
あ
る
意

味
価
値
の
組
織
体
に
、
熱
中
し
没
入
す
る
こ
と
を
貿
指
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
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意
味
。
価
値
の
組
織
体
が
、
生
徒
の
世
界
観
と
な
り
、
そ
れ
に
没
入
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
味
・
価
値
の
組
織
体
が
、
興
味
を
も
っ
て
生

徒
に
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｝
」
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

　
さ
て
陶
冶
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
教
育
の
一
つ
の
機
能
で
あ
る
か
ら
、
生
徒

と
い
う
統
一
あ
る
人
間
の
形
成
を
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
「
教
師
は
一
体
ど
こ

か
ら
人
間
形
成
の
た
め
の
勇
気
と
権
利
と
を
え
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と

問
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
差
し
あ
た
っ
て
は
ま
ず
相
対
的
教
育
学
か

ら
晦
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
は

っ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
。

皿
そ
の
勇
気
は
、
た
だ
自
分
は
真
理
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
教
師
の
確
信

か
ら
く
る
。
ま
た
そ
の
権
利
は
、
教
育
者
の
自
然
の
権
利
か
ら
流
れ
出
た
も
の

で
あ
る
。
懐
疑
論
の
立
場
に
立
っ
人
に
と
っ
て
、
理
念
的
統
合
へ
の
遺
な
ど
あ

る
筈
が
な
い
。
そ
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
昨
日
真
理
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
日

明
日
に
も
変
っ
て
し
ま
う
。
存
在
や
当
為
に
つ
い
て
の
究
極
の
問
題
も
、
時
と

と
も
に
変
る
も
の
な
ら
、
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
観
を
統
合
の
目
標
と
す
る
こ
と
な

ど
は
、
青
少
年
陶
冶
の
精
神
に
対
す
る
罪
と
な
ろ
う
。
彼
は
そ
こ
で
言
う
。
陶

冶
を
完
成
く
o
干
肉
邑
¢
潟
し
よ
う
ー
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
強
調
す
る
こ
の
概
念
を

引
用
す
る
な
ら
1
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
椙
対
主
義
を
克
服
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
言
う
。

　
世
界
観
に
よ
っ
て
陶
冶
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
教
育
の
グ
そ
の
権

利
は
、
教
師
は
生
活
共
同
杜
会
か
ら
委
託
さ
れ
て
、
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
く
に
家
族
は
そ
う
で
あ
る
が
、
国
家
で
も
教
会
で
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
生

活
共
同
体
か
ら
委
託
さ
れ
て
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
活
共
同
杜
会
は
、
そ

の
中
に
統
合
の
中
心
で
あ
る
理
念
と
価
値
と
を
も
ち
、
そ
れ
を
保
護
し
育
て
て

伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ひ
る
が
え
っ
て
ま
た
理
念
的
統
合
だ
よ
っ

て
、
生
活
杜
会
は
構
成
さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
教
師
は
、
世
界
観
教

育
の
権
利
を
自
分
の
属
す
る
共
同
杜
会
か
ら
委
託
さ
れ
、
そ
れ
を
果
す
こ
と
で

杜
会
の
存
続
と
再
編
成
と
の
白
然
の
営
み
を
促
進
助
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
生
徒
個
人
は
ど
う
か
。
世
界
観
に
よ
る
陶
冶
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
生
活

は
、
陶
冶
財
を
通
じ
て
「
形
成
さ
れ
訓
練
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
て
、
生
徒
の
一
人
一
人
は
生
活
共
同
杜
会
の
中
に
く
み
入
れ
ら
れ

る
。
そ
し
て
生
徒
の
精
神
生
活
の
全
範
囲
が
ま
た
そ
の
杜
会
の
中
に
包
み
｝
」
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
が
言
う
、
世
界
観
に
も
と
づ
く
理

念
的
統
合
の
論
理
的
構
造
と
教
師
の
教
授
活
動
に
つ
い
て
の
べ
て
き
た
の
で
あ

る
。
理
念
的
統
合
の
思
想
に
早
く
か
ら
注
目
し
て
ト
」
れ
を
重
視
し
、
自
分
の
体

系
の
中
に
と
り
入
れ
た
の
は
篠
原
功
市
先
生
で
あ
っ
た
。
先
生
の
教
授
原
論
は

い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
見
て
、
教
授
学
の
現
代
の
問
題
と
見
ら
れ
る
も
の
を
、

す
で
に
｝
」
の
中
に
と
り
上
げ
て
、
先
生
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
と
解
決

と
を
与
え
て
い
る
。
統
合
の
問
趨
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
先
生
は
そ
の
申
で
国
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民
精
神
を
と
り
上
げ
、
こ
れ
を
中
心
に
し
根
底
に
し
て
、
教
授
の
理
念
的
統
合

を
考
え
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
国
民
教
育
の
内
容
は
歴
史
的
文
化
に
あ
お
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
歴
史
的
文
化
は
、
歴
史
に
お
い
て
発
展
す
る
国
民
精

神
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
園
民
精
神
は
国
民
固
有
の
世
界
観
で
、
そ
こ
に
現

実
に
つ
い
て
の
独
自
の
観
相
と
評
価
と
行
動
と
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

国
民
的
世
界
観
に
立
っ
て
臼
本
の
文
化
は
創
造
さ
れ
て
き
た
し
、
そ
の
文
化
に

ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
」
の
精
神
は
養
わ
れ
て
き
た
。
ご
の
こ
と
か
ら
、
園

民
精
神
は
文
化
の
生
ず
る
根
元
で
あ
り
、
す
べ
て
の
教
授
が
お
の
ず
か
ら
に

帰
一
す
る
中
心
で
あ
る
か
ら
、
教
授
の
効
果
（
陶
冶
）
は
そ
ト
」
で
統
合
さ
れ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
思
想
は
理
念
的
統
合
の
思
考
形
式
を
と
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
ヴ
ィ
ル
マ
ン
や
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
ー
の
場
合
は
、
統
合
の
中
心
と
な

る
の
は
宗
教
遣
徳
で
、
そ
れ
も
宗
教
は
人
格
神
を
中
心
に
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の

宗
派
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ト
」
と
の
た
め
に
「
教
授
原
論
」
で
は
宗
派
の

宗
教
的
内
容
を
す
て
て
、
国
民
文
化
の
根
元
を
な
す
国
民
精
神
を
も
っ
て
そ
れ

に
か
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
は
篠
原
先
生
の
教
授
学
の
思
想
に
エ
ッ
ガ
ー
ス
ド
ル
フ
ァ
i
の
そ

れ
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
随
所
に
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の

統
合
の
問
趨
に
つ
い
て
も
そ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
く
し
は
先
生
が
ど

の
よ
う
に
自
分
の
体
系
の
中
に
そ
れ
を
摂
取
し
そ
れ
を
使
っ
て
い
る
か
を
見
て

驚
嘆
す
る
と
と
も
に
、
っ
き
ぬ
興
味
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
醐
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